
熊
野
古
道
で
ど
ん
な

旅
を
し
た
の
か
な
？

熊
野
古
道
で
ど
ん
な

旅
を
し
た
の
か
な
？

く
ま

　
　 

の

　
　 
　こ 

　  

ど
う

た
び

く
ま

　
　 

の

　
　 
　こ 

　  

ど
う

た
び

な
る
ほ
ど
！
東
紀
州
　シ
リ
ー
ズ
❶

な
る
ほ
ど
！
東
紀
州
　シ
リ
ー
ズ
❹

熊
野
古
道
で

ど
ん
な
旅
を
し
た
の
か
な
？

熊
野
古
道
で

ど
ん
な
旅
を
し
た
の
か
な
？

ひ
が
し  
き  
し
ゅ
う

ひ
が
し  
き  
し
ゅ
う

三重県



何のために
旅をしたのかな？
　京

きょうと

都に都
みやこ

があった遠
とお

い昔
むかし

は、「人
ひと

が亡
な

くなるとその霊
れい

が南
みなみ

の方
ほう

へいく」
とか「大

おお

きな木
き

や森
もり

、川
かわ

や滝
たき

、岩
いわ

などに神
かみ

さまが宿
やど

る」と信
しん

じられていま
した。世

せ か い い さ ん

界遺産「熊
く ま の こ ど う

野古道」がある私
わたし

たちの地
ち い き

域は、都から南の方
ほうがく

角だっ
たことや大きな木や岩がたくさんあったことから、亡くなった人の霊がい
るところ、神さまがいるところだと考

かんが

えられてきました。そこで人
ひとびと

々は、
熊
くま

野
の

三
さん

山
ざん

と呼
よ

ばれる熊
くま

野
の

本
ほん

宮
ぐう

大
たい

社
しゃ

・熊
くま

野
の

速
はや

玉
たま

大
たい

社
しゃ

・熊
くま

野
の

那
な

智
ち

大
たい

社
しゃ

をめざし、
「生

う

まれ変
か

わっても幸
しあわ

せになりますように」などと祈
いの

りながら険
けわ

しい熊野
古道を歩

ある

いたのです。これを「熊
くま

野
の

詣
もうで

」と言
い

います。熊野の神さまは、身
み

分
ぶん

や性
せいべつ

別を問
と

わず誰
だれ

でも受
う

け入
い

れてくれたので「蟻
あり

の熊野詣」と呼ばれる
ほど多

おお

くの人が熊野古道を歩きました。

な ん

た び
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イラスト：古屋　暁

　紀
き

伊
い

半
はん

島
とう

の西
にしがわ

側を通
とお

る「紀
き い じ

伊路」は、身分の
高
たか

い人（法
ほうおう

皇や上
じょうこう

皇たち）が歩いたのに対
たい

し、
私たちの町

まち

を通る「伊
い せ じ

勢路」は、お伊
い

勢
せ

参
まい

りを
終
お

えた旅
たびびと

人や西
さい

国
ごく

三
さん

十
じゅう

三
さん

カ
か

所
しょ

巡
めぐ

りの巡
じゅんれいしゃ

礼者がた
くさん歩いた参

さんけいみち

詣道でした。
　熊野三山の一

ひと

つである那
な

智
ち

山
さん

の青
せい

岸
がん

渡
と

寺
じ

は西
国三十三カ所巡りの第

だい

一
いち

番
ばん

目
め

の札
ふだしょ

所で、今
いま

でも
多くの巡礼者が訪

おとず

れます。

世界遺産の
巡礼の道

コラムコラム

　世界遺産になっ
ている巡礼の道

みち

は、
1993年

ねん

（平
へい

成
せい

５年）に登
とう

録
ろく

されたスペインの「サンティア
ゴ・デ・コンポステーラの巡
礼路

ろ

」と、2004年（平成16年）
に登録された「紀伊山

さ ん ち

地の霊
れい

場
じょう

と参詣道（熊野古道）」です。
　「熊野古道」は、日

に ほ ん

本の神
さまや仏

ほとけ

さまにお参りする巡礼
の道ですが、「サンティアゴ・
デ・コンポステーラの巡礼路」
は、キリスト教

きょう

の巡礼道です。
この巡礼道も、「熊野古道」と
同
おな

じように、身分や性別を問
わず誰でも受け入れてくれる
ので、今でも世

せ

界
かい

中
じゅう

から多く
の人が訪れます。

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路

熊野古道でどんな旅をしたのかな？

熊野古道は
祈りの道なのよ。
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三重県立熊野古道センター所蔵

どんなところに
泊まったの？

　今
いま

と違
ちが

って車
くるま

や鉄
てつどう

道もなかった時
じ だ い

代ですか
ら、巡

じゅんれいしゃ

礼者はお伊
い せ

勢さんから熊
くま

野
の

三
さん

山
ざん

をめざし、
険
けわ

しい峠
とうげ

を越
こ

えながら、５日
か か ん

間くらい歩
ある

き通
とお

し
たそうです。
　そのころの熊

く ま の こ ど う

野古道を旅
たび

する人
ひと

たちは、どん
なところに泊まったのでしょうか。多

おお

くの巡礼者たちは「旅
は た ご

籠」
や「木

き

賃
ちん

宿
やど

」に泊まりました。「旅籠」では、今の旅
りょかん

館やホテル
のようにお金

かね

を払
はら

えば食
しょくじ

事を出
だ

してもらえましたが、「木賃宿」
では、米

こめ

と薪
まき

を買
か

い、自
じ ぶ ん

分で食事を作
つく

りました。あまりお金を
持
も

ってない人たちは、神
じんじゃ

社や寺
てら

の軒
のきした

下などで「野
の

宿
じゅく

」をしていた
ようです。

と

泊まるところも
たくさん
あったのかなぁ？
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納札
三重県立熊野古道センター所蔵

　熊野古道「伊
い せ じ

勢路」には、「善
ぜんこんやど

根宿」といわ
れる宿

やど

がありました。「善根宿」とは、熊野古
道沿

ぞ

いに住
す

んでいる人が、自分の家
いえ

に巡礼者を
無
むりょう

料で泊めてあげた宿です。困
こま

っている巡礼者
を助

たす

けるボランティアの心
こころ

です。尾
お

鷲
わせ

市
し

の古
ふる

江
え

町
ちょう

にも「善根宿」があったという記
き

録
ろく

が残
のこ

って
います。また、熊

くま

野
の

市
し

大
おおどまりちょう

泊町の善根宿「若
わか

山
やま

家
け

」には、もてなしを受
う

けた多くの旅
たびびと

人がお
礼
れい

にと残した「納
のうさつ

札」
が 5,444 枚

まい

も見
み

つか
りました。「納札」に
は自分の住

じゅうしょ

所や氏
し め い

名、
行
い

き先
さき

などが記
しる

され
ており、当

と う じ

時の様
よ う す

子
を知

し

ることができる
貴
き

重
ちょう

な資
しりょう

料です。

古江と長
な が

崎
さ き

の
きずな

コラムコラム

　江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

の1830
年
ねん

（ 文
ぶん

政
せい

13 年 ）、
肥
ひ ぜ ん

前の国
くに

（今の長崎県
けん

）の杢
もく

助
すけ

さん親
お や こ

子３人
にん

が西
さい

国
ごく

三
さん

十
じゅう

三
さん

カ
か

所
しょ

巡
めぐ

りで古江（尾鷲市）に立
た

ち寄
よ

り善根宿に泊まりました。
　しかし、杢助さんは急

きゅう

病
びょう

に
かかり、宿の主

しゅ

人
じん

である和
わ

兵
へ

衛
え

さんの必
ひ っ し

死の看
かん

病
びょう

もむなし
く死

し

んでしまいました。和兵衛
さんは、杢助さんのお墓

はか

をた
てて手

て

厚
あつ

い供
く

養
よう

をしました。
　それから８年後

ご

、大
おお

きくなっ
た杢助さんの子

こ

どもである伊
い

八
はち

郎
ろう

さんが、その時
とき

のお礼に
古江を訪

おとず

れたのです。
　車も鉄道もない時代に、遠

とお

く離
はな

れた長崎県から古江まで
命
いのち

をかけてお礼に訪れた心
こころ

温
あたた

まるお話
はなし

です。

熊野古道でどんな旅をしたのかな？

きっと
おもてなしの心を
大
たい
切
せつ
にしてたんだよ。

知らない人でも
泊めてあげてたんだ！
すごいね。

こんなにも遠く
離れているのに
歩いてきたんだ！

★ ★

長崎県

尾鷲市
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どんなものを
持っていたの？
　昔

むかし

の人
ひと

たちの旅
りょこう

行は、今
いま

の私
わたし

たちとはずいぶん違
ちが

ったものでした。私た
ちは、旅行先

さき

でも必
ひつよう

要なものを買
か

うことができますが、今のようにお店
みせ

や
コンビニがなかった昔はそれができなかったので、旅

たび

に必要なものはほと
んど自

じ ぶ ん

分で持
も

って出
で

かけました。険
けわ

しい峠
とうげ

を越
こ

えて行
い

くきびしい旅ですか
ら、少

すこ

しでも荷
に も つ

物を軽
かる

くしようと工
く ふ う

夫をしました。矢
や た て

立や折
お

りたたみの枕
まくら

などは、そんな工夫でできたものです。

そのころの服
ふく

装
そう

は着
き

物
もの

でし
た。旅

たび

人
びと

は険しい山
やま

道
みち

も歩
ある

くので、腕
うで

や足
あし

を守
まも

るため
に「手っ甲」や「脚絆」を巻

ま

きま
した。冬

ふゆ

は寒
さむ

さから守ってくれた
ことでしょう。

昔はわらで編
あ

んだ「わらじ」や「わらぞ
うり」をはいて旅をしました。今の靴

くつ

と
は違い、一

いち

日
にち

はくとぼろぼろになって、
次
つぎ

々
つぎ

に代
か

えな
ければなりま
せんでした。

手
て

っ甲
こ う

・脚
き ゃ は ん

絆

わらじ・わらぞうり

も
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今の帽
ぼ う し

子のかわりにヒノ
キやスゲで編んだ笠

かさ

をか
ぶりました。これで夏

なつ

の
強
つよ

い日
ひ

差
ざ

しや雨
あめ

などを防
ふせ

ぎました。

「笈」は竹
たけ

や籐
とう

を編んだもので、旅に必
要な荷物を入

い

れるリュックサックとして
役
やく

立
だ

ちました。「振り分け荷物」は、か
ごに入れたり風

ふ

呂
ろ

敷
しき

でつつんだ荷物を、
ひもでつないで肩

かた

で担
かつ

いだものです。

笈を背
せ

負
お

った時
とき

に背
せ な か

中が
すれないようにする袖

そで

の
ない上

う わ ぎ

着のようなもので
す。巡

じゅんれいしゃ

礼者が祈
いの

りながら
旅をする時

とき

に着
き

ました。

通
つ う こ う て が た

行手形、手
て

ぬぐい、弁
べんとうばこ

当箱、薬
くすり

、
針
はり

、矢立（筆
ふで

と墨
すみ

が入ったもので、
今の鉛

えん

筆
ぴつ

のようなもの）、下
し た ぎ

着、扇
せん

子
す

、風呂敷、キセル（たばこ道
ど う ぐ

具）、
ろうそく、火

ひ う ち い し

打石、枕など。

通行手形の役
や く

目
め

コラムコラム

　私たちは日
に

本
ほん

中
じゅう

いつでもどこにでも
旅行ができます。ところが昔
の人は自

じ ゆ う

由に旅ができません
でした。旅をする時には、住

す

んでいる町
まち

の役
やくにん

人やお寺
てら

から
「通行手形」という証

しょうめいしょ

明書を
発
はっこう

行してもらわなければなりま
せんでした。
　「通行手形」には、その人
の身

み も と

元や旅の目
もくてき

的、関
せきしょ

所を通
とお

る許
き ょ か

可、病
びょうき

気など困
こま

ったこと
がおきた時のお願

ねが

いなどが書
か

いてありました。旅をする人
は必
かなら

ず「通行手形」を持って
いなければ、旅ができません
でした。
　今、私たちが海

かいがいりょこう

外旅行をす
る時に持っていくパスポートの
ように大

だ い じ

事なものでした。

笈摺（おいずる・おいずり）

そのほかの持ち物

笈
お い

・振
ふ

り分
わ

け荷物

ヒノキ笠
が さ

・スゲ笠

牟婁郡賀田（現在の尾鷲市賀田町）の庄屋
が出した通行手形

熊野古道でどんな旅をしたのかな？

昔の旅行は
とてもたいへん
だったんだよ。
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道中は楽しい
旅だったの？
　車

くるま

や鉄
てつどう

道がない昔
むかし

の旅
たび

は、自
じ ぶ ん

分の足
あし

で歩
ある

いて行
い

くのが当
あ

たり前
まえ

でした。
体
からだ

の調
ちょうし

子が悪
わる

くなったり、天
て ん き

気が悪くなったりした時
とき

は、予
よ て い

定どおりには
いかなかったことでしょう。また、山

やま

や海
かいがん

岸など険
けわ

しい道
みち

を歩く旅ですか
ら、危

き け ん

険もいっぱいありました。泥
どろぼう

棒や追
お

いはぎに出
で

くわすこともあり、
命
いのち

がけの旅でもありました。
　熊

くま

野
の

市
し

と御
み

浜
はま

町
ちょう

には熊
く ま の こ ど う

野古道「浜
はまかいどう

街道」があります。「浜街道」は海岸
沿
ぞ

いを通
とお

り、志
し

原
はら

川
がわ

と尾
お

呂
ろ

志
し

川
がわ

の難
なんしょ

所があります。当
と う じ

時は橋
はし

もなく、波
なみ

の引
ひ

き間
ま

を利
り よ う

用して河
か こ う

口の浅
あ さ せ

瀬を走
はし

って渡
わた

りましたが、時には波にのま
れて亡

な

くなった人もいました。今
いま

もその人たちを祀
まつ

る巡
じゅん

礼
れい

供
く

養
よう

碑
ひ

があり
ます。

今とちがって
危険な旅だった
のね…

た び

ど う た のち ゅ う

浜街道（七里御浜）と旅で亡くなった人を
祀る巡礼供養碑

舟
ふね
やかごもあった

けど、多
おお
くの人は

自分の足で歩いた
んだよ。
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　そんな危険な旅でしたが、旅ならではの楽
たの

しみ
もありました。それは食

しょくじ

事です。険しい峠
とうげ

を登
のぼ

り
切
き

りほっとして食
た

べる峠
とうげ

茶
ぢ ゃ や

屋のおもちなどは、さ
ぞかしおいしかったことでしょう。また、私

わたし

たち
が住

す

む紀
き

州
しゅう

地
ち

域
いき

は昔から海
うみ

の幸
さち

が豊
ほ う ふ

富です。幕
ばく

府
ふ

巡
じゅん

検
けん

使
し

（国
くに

や県
けん

の役
やくにん

人）には、クルマエビやマツ
タケの焼

や

き物
もの

、タイのはんぺい、スズキの刺
さ し み

身、
タイ汁

じる

など豪
ご う か

華な食事が出
だ

されていたそうです。
　巡礼者

しゃ

など一
いっぱん

般の旅
たびびと

人には、麩
ふ

と豆
まめ

のみそ汁
しる

や
千
せ ん ぎ

切りダイコン、ゼンマイ・シイタケの煮
に も の

物など
が出され、イワシの塩

しお

焼
や

きなどは別
べつ

に買
か

って食べ
ていたようです。

道中の茶
ち ゃ

屋
や

コラムコラム

　熊野古道の険しい
峠をいくつも越

こ

えて
歩く旅人の楽しみは、見

み

知
し

らぬ
土
と

地
ち

を訪
たず

ねたり、「茶屋」でお
茶を飲

の

んだり、お菓
か

子
し

を食べて
疲れた体を休めることでした。
　馬

ま

越
ごせ

峠には「馬越茶
ちゃ

屋
や

」、
八
や

鬼
き

山
やま

には「中
なか

茶
ぢゃ

屋
や

」（荒
こう

神
じん

茶
ぢゃ

屋
や

）や「十
じゅう

五
ご

郎
ろう

茶
ぢゃ

屋
や

」など、
熊野古道それぞれの峠には茶
屋があり、巡礼者や旅人にとっ
て心
こころ

安
やす

らぐ休
きゅう

憩
けい

所
じょ

になってい
たようです。
　茶屋ではうどんやおでん、
おもちなどを食べることができ
ました。また、旅に必

ひつ

要
よう

なわ
らじやわらぞうりなども売

う

られ
ていました。

いっぱい歩いた
あとのごはんは
おいしかっただ
ろうな〜。

幕府巡検使に出された
豪華な食事

巡礼者など一般の旅人に出された食事

三重県立熊野古道センター所蔵

熊野古道でどんな旅をしたのかな？

休憩できる
場
ば
所
しょ
が所
ところ
々
どころ
に

あったのよ。
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今はどんな旅が
行われているの？

　熊
く ま の こ ど う

野古道やその周
しゅうへん

辺の地
ち い き

域
には、都

と か い

会にはない自
し ぜ ん

然が
いっぱいです。現

げんざい

在、熊野古
道には全

ぜんこく

国からたくさんの人
ひと

がやってきます。旅の目
もくてき

的は
いろいろです。熊

くま

野
の

三
さん

山
ざん

をめ
ざす人、癒

いや

しの場
ば

として古道
沿
ぞ

いの自然を楽
たの

しむ人、新
しんせん

鮮
な海

うみ

の幸
さち

や山
やま

の幸を求
もと

める人
などがやって来

き

ます。
　高

こうれい

齢の方
かた

が多
おお

いのですが、
最
さいきん

近は若
わか

い人たちも増
ふ

えてき
ています。また、皆

みな

さんのよ
うに熊野古道や世

せ か い い さ ん

界遺産に興
きょう

味
み

があり、東
ひがしきしゅう

紀州の歴
れ き し

史や昔
むかし

の旅
たびびと

人の様
よ う す

子を学
がくしゅう

習する人も
多くなってきました。

実
じっ
際
さい
に歩くことで

昔の人のたいへんさが
よくわかるかもね。

お こ な

い ま た び

9



　昔の記
き ろ く

録によると、1800 年
ねん

ごろ（江
え ど じ だ い

戸時代の終
お

わり）にお伊
い せ

勢さんか
ら熊野三山をめざした旅人は、１年

ねんかん

間で３万
まんにん

人にものぼったそうです。何
なん

日
にち

もかけて自
じ ぶ ん

分の足
あし

で峠
とうげ

を越
こ

えて歩
ある

き通
とお

す旅ですから、とても多い数
かず

だと
いえます。
　今は昔のような旅ではなく、車

くるま

やバス、鉄
てつどう

道で近
ちか

くまで来て１つか２つ
の峠を越える人がほとんどです。平

へいせい

成22年には、ツヅラト峠では約
やく

３万人、
馬
ま ご せ

越峠では約５万人、松
まつもと

本峠では約３万人が峠を越えました。熊野古道伊
い

勢
せ

路
じ

全
ぜんたい

体では、約28万５千
せんにん

人が峠を越えました。熊野古道を歩く人は年
ねんねん

々
増えています。
　みなさんも世界の宝

たからもの

物である世界遺産「熊野古道」をぜひ歩いてみてく
ださい。きっといろいろな発

はっけん

見があると思
おも

います。

さぁ、君た
ちも

熊野古道へ
出かけよう

！

三重県立熊野古道センター

馬越峠の石畳

松本峠からの
ながめ

ツヅラト峠からのながめ

熊野古道でどんな旅をしたのかな？

熊
野
古
道
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熊
野
古
道
で
ど
ん
な

旅
を
し
た
の
か
な
？

熊
野
古
道
で
ど
ん
な

旅
を
し
た
の
か
な
？

く
ま

　
　 

の

　
　 

　こ 

　  

ど
う

た
び

く
ま

　
　 

の

　
　 

　こ 

　  

ど
う

た
び

な
る
ほ
ど
！
東
紀
州
　シ
リ
ー
ズ
❶

な
る
ほ
ど
！
東
紀
州
　シ
リ
ー
ズ
❹

熊
野
古
道
で

ど
ん
な
旅
を
し
た
の
か
な
？

熊
野
古
道
で

ど
ん
な
旅
を
し
た
の
か
な
？

ひ
が
し  

き  

し
ゅ
う

ひ
が
し  

き  

し
ゅ
う

　わたしたちの町
まち

にある世
せ

界
かい

の宝
たから

もの「熊
くま

野
の

古
こ

道
どう

」。昔
むかし

の人
ひと

々
びと

や地
ち

域
いき

の人々が大
たい

切
せつ

に守
まも

ってきたわたしたちの
宝ものです。この「熊野古道」をいつまでも大切に伝

つた

えていくために、次
つぎ

のことは必
かなら

ず守りましょう。

□ 道
みち

であった人には笑
え

顔
がお

であいさつをしましょう。

□ ゴミは必ず持
も

ち帰
か え

りましょう。

□ 植
しょく

物
ぶ つ

・動
ど う

物
ぶ つ

などの採
さ い

集
しゅう

はやめましょう。

□ 道からはずれないようにしましょう。

□ 火
ひ

遊
あ そ

びは絶
ぜ っ

対
た い

しないようにしましょう。

みんなの力
ちから

で
世界遺

い

産
さ ん

「熊野古道」を
守っていこうね！
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